
現代人にこそ
　理解されるべきマルチな才能
橋爪 節也 氏  
（大阪大学総合学術博物館教授・文学研究科教授 兼任）

生きていく知恵を持った才人
　　　　　しかも色気もある
明尾 圭造 氏  
（大阪商業大学公共学部 准教授・商業史博物館 主席学芸員）

『天保山名所図会』（天保
6・１８３5）年の巻末に挙
げられている鹿廼家の商
品目録から、「浪華御土産
物雅器畧目」「天保山名
器蓬萊形畧図」（個人蔵）。

『澱川両岸一覧』（文
久3・1863年、松川半
山画）より「大山崎  天
王山  観音寺  寳寺」
（大阪市立図書館デジタル
アーカイブ）。

　
暁
鐘
成
は
、
絵
師
で
戯
作
者
で
す
が
、
自
家
で
は
常
に
商
売
を
し
て
い
ま
し
た
。

い
わ
ば
生
業
を
別
に
持
っ
て
い
た
の
は
と
て
も
重
要
な
こ
と
で
、
そ
の
意
味
で
、

生
き
て
い
く
こ
と
の
知
恵
を
持
っ
た
人
だ
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

　
近
世
文
人
画
の
領
域
で
も
、多
く
の
人
が
自
分
の
生
業
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。
余

技
と
い
う
の
で
は
な
く
、絵
を
画
い
て
い
る
と
き
は
画
家
。で
も
そ
れ
に
寄
り
か
か
ら

な
い
。そ
う
い
う
感
覚
を
持
っ
て
い
る
人
た
ち
が
当
時
は
た
く
さ
ん
い
た
わ
け
で
す
。

　
鐘
成
も
、
土
産
物
屋
を
し
た
り
、
貸
席
業
を
し
た
り
と
、
店
の
内
容
は
変
え
な
が

ら
も
、
臨
機
応
変
に
生
涯
を
生
き
き
っ
て
い
ま
す
。

　
一
方
で
彼
は
、
自
分
が
持
っ
て
い
る
知
識
や
学
問
が
ど
う
す
れ
ば
お
金
に
な
る
か

が
わ
か
っ
て
い
た
人
で
、
勘
も
鋭
い
。
だ
か
ら
、
編
集
や
出
版
の
分
野
で
も
、
そ
の
才

能
を
思
い
切
り
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
し
ょ
う
。
彼
が
書
い
た
地
誌
の
数
々

は
、
現
在
で
言
う
と「
マ
ッ
プ
ル
」「
る
る
ぶ
」的
な
旅
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
で
、
同
時
に

「
ミ
ー
ツ
」や「
プ
レ
イ
ガ
イ
ド
ジ
ャ
ー
ナ
ル
」的
な
街
の
情
報
誌
の
先
が
け
だ
と
も

言
え
ま
す
。『
澱
川
両
岸
一
覧
』で
は
、
上
り
船
下
り
船
の
流
域
の
神
社
や
寺
院
の
こ

と
も
絵
入
り
で
紹
介
し
て
い
ま
す
。『
天
保
山
名
所
図
会
』も
同
様
で
、
天
保
山
は
北

前
船
が
大
坂
に
入
っ
て
く
る
と
き
の
目
印
の
山
。
こ
ち
ら
も
交
通
の
要
地
で
あ
り
、

物
見
遊
山
の
場
と
し
て
賑
わ
っ
た
と
こ
ろ
。
こ
の
両
書
を
見
て
も
、
場
所
の
選
び
方

の
セ
ン
ス
が
い
い
。
そ
の
マ
ー
ケ
ッ
ト
感
覚
の
鋭
さ
に
は
驚
か
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。

　
か
つ
て
は
、
大
坂
の
文
化
は
元
禄
期
が
中
心
で
、
化
政
期
に
な
る
と
江
戸
に
文

化
の
中
心
は
移
っ
た
と
言
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
実
は
、
こ
の
化
政
期
に

こ
そ
、
大
坂
で
は
文
化
の
花
が
開
い
て
い
ま
す
。
経
済
的
な
繁
栄
か
ら
約
百
年
、
創

業
の
初
代
か
ら
三
世
代
目
の
頃
に
文
化
の
百
花
繚
乱
期
に
至
っ
て
い
る
わ
け
で

す
。
蔵
書
家
で
町
人
学
者
の
代
表
と
も
言
え
る
木
村
蒹
葭
堂
も
そ
う
だ
し
、
津
藩

士
で
文
人
画
家
の
岡
田
米
山
人
も
そ
う
、
儒
学
者
の
中
井
竹
山
、
履
軒
も
出
て
く

る
。
懐
徳
堂
の
流
れ
か
ら
適
塾
も
で
き
て
く
る
。
そ
う
い
う
薫
風
が
広
く
大
坂
に

漂
っ
て
い
た
時
代
。
鐘
成
も
ま
た
、
そ
ん
な
時
代
に
登
場
し
て
き
た
人
で
し
た
。

　
現
代
で
言
う
な
ら「
じ
ゃ
り
ン
子
チ
エ
」の
花
井
拳
骨
先
生
の
よ
う
に
、
ぱ
っ
と

見
は
変
な
オ
ッ
サ
ン
や
け
ど
ほ
ん
ま
は
偉
い
、
そ
う
い
う
の
が
大
阪
ら
し
い
。
こ

ん
な
人
は
昔
か
ら
大
勢
い
た
は
ず
で
す
が
ね
え
。
鐘
成
の
場
合
、
そ
れ
に
も
う
一

つ
色
気
が
加
わ
っ
て
い
る
。
私
に
は
、
そ
こ
が
な
お
好
ま
し
い
。

　
二
十
年
前
、高
津
の
遠
眼
鏡
屋
や
湯
豆
腐
屋
を
調
べ
て
い
て『
摂
津
名
所
図
会
大
成
』

に
出
会
い
ま
し
た
。絵
馬
堂
横
の
遠
眼
鏡
屋
や
、老
若
男
女
で
賑
わ
う
湯
豆
腐
屋
の
様

子
が
、絵
や
文
で
描
か
れ
て
い
て
、作
者
の
暁
鐘
成
の
名
が
記
憶
に
残
り
ま
し
た
。そ

の
後
、心
斎
橋
に
関
す
る
同
人
誌「
新
菜
箸
本
撰
」の
計
画
を
進
め
、鐘
成
が
心
斎
橋
通

博
労
町
に
営
ん
だ
土
産
物
屋「
鹿
廼
屋
」を
知
り
ま
し
た
。こ
れ
が
再
び
の
邂
逅
で
す
。

　
鹿
廼
家
が
あ
っ
た
の
は
南
御
堂
に
近
い
心
斎
橋
筋
の
博
労
町
で
す
。当
時
、南
北
ふ

た
つ
の
御
堂
さ
ん
参
詣
は
大
坂
観
光
の
人
気
コ
ー
ス
で
、あ
た
り
に
仏
具
店
や
土
産
物

屋
も
あ
っ
た
ら
し
い
。目
薬
を
歯
磨
き
粉
な
ら
ぬ「
目
磨
き
粉
」の
コ
ピ
ー
で
売
り
出
し

た
鐘
成
は
ア
イ
デ
ィ
ア
の
人
。総
檜
造
り
高
欄
を
巡
ら
せ
た
店
先
は
王
朝
趣
味
が
た
だ

よ
い
、田
麩
や
味
噌
と
と
も
に「
浪
華
御
土
産
」と
銘
打
っ
た
珍
品
類
を
販
売
し
ま
し
た
。

　
鹿
廼
屋
の
商
品
の
数
々
は
、
鐘
成
の
著
作『
天
保
山
名
所
図
会
』の
巻
末
に
あ
る
販

売
目
録
に
並
ん
で
い
ま
す
。
澪
標
の
古
木
を
使
っ
た
工
芸
品
と
か
法
隆
寺
、
東
大
寺

の
宝
物
の
複
製
な
ど
、
珍
品
奇
品
の
オ
ン
パ
レ
ー
ド
。
ひ
と
き
わ
目
立
つ
の
が「
天
保

山
名
器
蓬
萊
形
畧
図
」で
す
。
当
時
は
、
山
も
高
く
て
行
楽
地
と
し
て
賑
わ
っ
て
い
た

天
保
山
を
か
た
ど
っ
た
亀
の
置
物
で
、
通
称
が
天
保
亀
。
怪
獣
ガ
メ
ラ
の
フ
ィ
ギ
ュ

ア
み
た
い
な
も
の
で
す（
笑
）。
菓
子
器
や
文
鎮
な
ど
ご
希
望
の
商
品
に
加
工
す
る
と

宣
伝
し
ま
す
。

　
鐘
成
に
迫
る
た
め
こ
れ
を
粘
土
で
復
元
し
て
み
ま
し
た
が
、広
告
の
絵
は
ツ
ボ
を
心

得
て
、古
代
の
銅
器
に
あ
る
文
様
を
刻
ん
だ
り
、い
か
に
も
あ
り
そ
う
な
形
に
描
か
れ

て
い
ま
す
。真
面
目
と
言
う
か
、い
ち
び
り
と
言
う
か
、両
者
が
混
淆
す
る
と
こ
ろ
、鐘

成
の
真
骨
頂
、発
揮
で
す
。

　
そ
も
そ
も
鐘
成
の
名
の
由
来
は
何
か
。
本
名
が
木
村
明
啓
。
名
を
反
対
か
ら
読

む
と「
鶏
鳴
」と
な
り
、ト
ッ
テ
ン
コ
ー
の
鳴
き
声
で
夜
が
明
け
る
こ
と
か
ら
、
姓

は
暁
と
し
た
。
私
は
そ
ん
な
想
像
を
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
彼
の
グ
ラ
フ
ィ
カ
ル

で
風
刺
的
な
本
は
、
今
の
人
が
見
て
も
面
白
い
。
頭
の
中
に
最
初
に
ビ
ジ
ュ
ア
ル

が
浮
か
ん
で
く
る
タ
イ
プ
の
人
で
し
ょ
う
。
算
術
書『
算
法
稽
古
図
会
』な
ど
も
、

吉
田
光
由
の
和
算
書『
塵
劫
記
』な
ど
を
も
と
に
し
ま
す
が
、ね
ず
み
算
で
は
、
膨

大
な
数
に
増
え
た
ね
ず
み
た
ち
を
人
間
社
会
に
見
立
て
て
描
き
ま
す（
笑
）。

　
い
ろ
ん
な
意
味
で
、
現
代
的
な
発
想
力
を
も
つ
人
で
あ
り
、
大
阪
の
知
識
人
の

ひ
と
つ
の
あ
り
方
を
体
現
し
た
の
が
鐘
成
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
あ
ま
り
に
も
多

彩
で
少
々
わ
か
り
に
く
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
単
純
に
文
学
者
と
か
、
絵
師
と

か
、
経
営
者
と
か
、ひ
と
言
で
説
明
で
き
な
い
の
で
す
。け
れ
ど
も
、現
代
に
こ
そ

理
解
さ
れ
る
人
。
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
で
も
あ
り
、
鐘
成
の
マ
ル
チ
な
感
覚
は
、こ

れ
か
ら
の
時
代
に
こ
そ
評
価
さ
れ
る
も
の
で
し
ょ
う
。
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◆天保14（1843）年　51歳
『女操教訓 女大学操鑑』を
撰並画図
 
◆天保15（1844）年　52歳
『絵本謎尽し』作成
『絵本顔尽し落噺』作成
 
◆弘化2（1845）年　53歳 
『浪花繁栄見物独案内』（一
枚物）を撰並画
 
◆弘化3（1846） 年　54歳
『御迎船木偶図会』に略伝
を著述
 
◆弘化4（1847） 年　55歳
『金毘羅参詣名所図会』六
巻六冊編輯
・この頃までに難波村北ノ
町に移住
 
◆弘化5（1848）年　56歳
『鐺日奇観』五巻五冊撰集
 
◆弘化6（1849）年　57歳
『二千年袖鍳』続編編集
 
◆嘉永３（1850）年　58歳
『役者早料理』三冊刊
 
◆嘉永4（1851）年　59歳
『淡路国名所図会』五巻五
冊の稿本できあがる
『小豆島名所図会』五巻五
冊編輯
 
◆嘉永5（1852）年　60歳
・暁鐘成の号を安部貞昌に
継がしめ、鶏鳴舎晴翁を名
乗る
 
◆嘉永6（1853）年　 61歳
『西国三十三所名所図会』
八巻十冊編輯
 
◆嘉永7（1854）年　62歳
『古今霊獣譚奇』六巻六冊
を輯録
『天満宮御神事 御迎船人形
図会』を著述
 
◆安政２（1855）年　63歳
『浪華の賑ひ』三編三冊編輯
この頃、『摂津名所図会大
成』十三巻十五冊を制作か
 
◆安政3（1856）年　64歳
『古今戯場話』草稿本を作成
『正信偈訓読図会』三巻五冊
を著述
 
◆安政4（1857）年　65歳
『貞婦賞賛 やまとこころ』を
著述
 
◆安政6（1859）年　67歳
『孝養慈愛 柳巷の初花』著述
『再撰 花洛名勝図会東山之
部』八巻八冊の稿本できる
『蒹葭堂雑録』五巻五冊編述
『晴翁漫筆』五巻五冊を制作
 
◆万延元（1860）年　68歳
・二世暁鐘成死す
・10月頃、丹波福知山で百
姓一揆に関係したかどで入
牢、釈放後20日余りで急死
 
◆文久元（1861）年  没後1年
『澱川両岸一覧』四巻四冊刊行
 
◆文久2 （1862）年  没後2年
『雲錦随筆』四巻四冊刊行
 
◆文久3（1863）年  没後3年
『宇治川両岸一覧』二巻二冊
発行

広く豊かな教養をもとに、
　幕末大坂で縦横無尽の活躍
肥田 晧三 氏  （元関西大学文学部教授）

『澱川両岸勝景図会』（文政
7・1824年、暁鐘成画）の「難
波橋納涼」（個人蔵）。別頁
には鐘成の印が入った傘も
画かれている。

　
幕
末
の
頃
の
大
坂
で
も
っ
と
も
精
力
的
に
著
述
や
出
版
活
動
を
行
っ
た
人
が
暁

鐘
成
で
す
。
彼
が
著
述
や
絵
師
と
し
て
関
係
し
た
本
に
は
、
地
誌
や
随
筆
を
は
じ

め
と
し
て
、
演
劇
書
の
類
も
多
く
あ
り
、
教
訓
書
、
実
用
書
か
ら
戯
作
の
滑
稽
本
、

噺
本
な
ど
と
、
専
門
的
な
も
の
か
ら
娯
楽
本
ま
で
あ
る
多
彩
さ
で
す
。
そ
の
読
者

も
大
人
の
男
女
は
も
ち
ろ
ん
子
ど
も
向
け
ま
で
と
幅
も
広
く
、
ほ
ん
と
う
に
鐘
成

の
活
躍
ぶ
り
は
目
を
見
張
る
も
の
で
し
た
。

　
も
う
少
し
具
体
的
に
言
う
と
、
鐘
成
が
編
述
し
た
地
誌
は
、『
浪
華
の
賑
ひ
』『
天

保
山
名
所
図
会
』を
は
じ
め
、『
花
洛
名
勝
図
会 

東
山
之
部
』『
西
国
三
十
三
所
名
所

図
会
』な
ど
数
多
く
あ
り
ま
す
。
た
だ
、
こ
の
人
が
在
世
中
は
出
版
さ
れ
な
か
っ
た

本
も
結
構
あ
っ
て
、
一
番
の
大
著『
摂
津
名
所
図
会
大
成
』は
稿
本
の
ま
ま
残
り
、

没
後
久
し
く
し
て
か
ら「
浪
速
叢
書
」で
出
ま
し
た
。

　
随
筆
で
は
、『
雲
錦
随
筆
』や『
晴
翁
漫
筆
』。
処
女
作
の『
近
来
見
聞 

噺
の
苗
』は

自
分
が
子
ど
も
の
頃
か
ら
文
化
期
ま
で
の
大
坂
の
出
来
事
を
記
録
し
た
好
著
で

す
。
そ
れ
か
ら
、
芝
居
に
詳
し
か
っ
た
鐘
成
は
、
人
気
役
者
の
中
村
芝
翫
の
本
を
い

く
つ
も
出
す
な
ど
、
演
劇
書
の
作
者
と
し
て
も
大
き
な
仕
事
を
残
し
て
い
ま
す
。

　
彼
が
三
十
二
歳
の
時
に
出
し
た『
澱
川
両
岸
勝
景
図
会
』は
、
私
が
一
番
好
き
な
本

で
す
。
色
刷
り
が
き
れ
い
で
天
満
橋
上
流
か
ら
肥
後
橋
ま
で
の
大
川
沿
岸
の
様
子
を

細
か
く
美
し
く
画
い
て
い
ま
す
。『
小
倉
百
首
類
題
話
』も
色
刷
り
の
本
。『
世
話
千
字

文
教
訓
絵
抄
』は
子
ど
も
向
け
の
教
訓
書
。
か
と
思
え
ば
、
新
町
の
遊
女
の
本
や
お

酒
に
ま
つ
わ
る
笑
話
集
、さ
ら
に
は
生
花
や
茶
道
の
本
な
ど
も
出
し
て
い
ま
す
。

　
そ
れ
か
ら
、
鐘
成
は
当
時
で
は
珍
し
い
愛
犬
家
で
、『
犬
の
草
紙
』や『
犬
狗

養
畜
伝
』を
書
い
て
い
ま
す
。天
保
六（
１
８
３
５
）年
、彼
は
愛
犬
の
皓（
し
ろ
）

を
連
れ
て
奈
良
に
向
か
う
途
中
で
賊
に
遭
遇
、
そ
の
際
に
皓
が
命
を
落
と
し

た
の
を
悲
し
ん
で
、
天
保
山
に
碑
を
建
て
て
い
ま
す（
後
に
同
碑
は
東
大
阪
市

の
勧
成
院
に
移
さ
れ
ま
し
た
）。

　
明
治
に
な
っ
て
、
大
阪
の
風
流
壇
で
活
躍
し
た
生
田
南
水
が
、
こ
の
鐘
成
の

こ
と
を
た
い
へ
ん
尊
敬
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
彼
が
明
治
四
三（
１
９
１
０
）

年
に
中
之
島
図
書
館
の
人
文
会
で「
暁
鐘

成
伝
」を
講
演
し
、
そ
の
縁
で
鐘
成
の
子

孫
に
頼
ま
れ
て
難
波
の
瑞
龍
寺
に
暁
鐘

成
翁
墓
の
碑
を
建
て
て
い
ま
す
。
ち
な
み

に
、
こ
の
碑
の
台
座
も
犬
の
形
で
し
た
。

時代を先取りし
　　ユーモア溢れる自由人
北川 央  氏  （大阪城天守閣 館長）

大阪市浪速区の瑞龍寺
にある暁鐘成翁墓の碑。

暁
鐘
成
の
し
お
り 

暁 

鐘
成 

略
譜  

①
　
あ
か
つ
き 

か
ね
な
り
。
江
戸
期
末
に
活
躍
し
た
大
坂
の

絵
師
、
戯
作
者
。
寛
政
五
年
〜
万
延
元
年（
１
７
９
３
〜
１
８
６
０
年
）。

墓
所
は
北
区
大
淀
中
の
勝
楽
寺
。
ま
た
、
明
治
四
四（
１
９
１
１
）年
に
木
村

貞
次
郎
・
生
田
南
水
建
立
の
暁
鐘
成
翁
墓
が
大
阪
市
浪
速
区
瑞
龍
寺
に
あ
る
。

【short interview】  「暁鐘成」 ってどんな人？

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
い
お
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　    

は
な
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

し
か
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　    

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
ど
が
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　  

な
ん
す
い

                                                                 

ず
い
り
ゅ
う
じ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
私
が
大
阪
城
天
守
閣
の
学
芸
員
に
な
っ
た
の
は
１
９
８
７
年
の
こ
と
。そ
の
翌
年
、

初
め
て
展
覧
会
の
主
担
者
と
な
っ
た
の
が「
上
方
の
ち
ら
し
・
引
札
展
」で
し
た
。こ

れ
が
大
好
評
を
博
し
た
こ
と
で
、
翌
年
さ
ら
に「
同
展（
Ⅱ
）」を
開
催
し
ま
し
た
。こ

の「
上
方
の
ち
ら
し
・
引
札
展（
Ⅱ
）」が
引
札
文
作
家
、暁
鐘
成
と
の
出
会
い
で
し
た
。

　
江
戸
時
代
、
平
賀
源
内
や
曲
亭
馬
琴
、
式
亭
三
馬
、
為
永
春
水
と
い
っ
た
著
名
な

戯
作
者
が
引
札
の
文
章
を
書
い
て
い
ま
す
。こ
れ
は
今
で
い
う
コ
ピ
ー
ラ
イ
タ
ー
の

仕
事
。と
こ
ろ
が
彼
ら
は
江
戸
の
人
ば
か
り
で
、大
坂
の
人
が
見
当
た
ら
な
い
。そ
こ

で
展
覧
会
の
準
備
に
あ
た
り
、
私
は
当
館
に
あ
る
約
８
０
０
点
の
引
札
を
調
べ
、よ

う
や
く
暁
鐘
成
が
い
く
つ
も
の
引
札
文
を
書
い
て
い
る
こ
と
を
突
き
止
め
た
の
で
す
。

　
そ
の
文
章
は
リ
ズ
ミ
カ
ル
で
面
白
く
、
洒
落
っ
気
も
た
っ
ぷ
り
。
当
館
の
所
蔵
品

で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
私
の
一
番
の
お
気
に
入
り
は「
目
磨
き
粉
」の
引
札
。
人
の
身

体
に
ど
こ
が
大
切
で
、
ど
こ
が
そ
う
で
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
は
な
い
が
、
人
は
毎
日

歯
を
磨
く
の
に
、
目
は
磨
か
な
い
。
お
か
し
い
で
は
な
い
か
、と
訴
え
る
内
容
で
、
最

後
に「
鹿
廼
家
真
萩
」と
あ
り
ま
す
。こ
れ
が
鐘
成
の
こ
と
。「
鹿
廼
家
」は
鐘
成
が
営

む
名
物
屋
で
し
た
。

　
こ
の
店
は
か
な
り
贅
沢
な
造
り
だ
っ
た
た
め
、や
が
て
天
保
の
改
革
で
お
咎
め
を

受
け
、
破
却
の
憂
き
目
を
み
ま
す
。

　
そ
れ
で
も
、こ
の
人
は
へ
こ
た
れ
な
い
。
次
に
天
王
寺
の
南
平
野
町
で「
紅
葉
ヶ
岡

美
可
利
家
」を
開
き
ま
す
。
勧
進
文
を
回
し
て
出
資
者
を
募
り
、
そ
の
出
資
者
だ
け

が
利
用
で
き
る
会
員
制
を
採
用
し
ま
し
た
。
安
芸
の
宮
島
か
ら
購
入
し
た
小
鹿
を
放

し
飼
い
に
し
、
築
山
を
つ
く
り
四
季
の
花
木
を
植
え
、
池
を
め
ぐ
ら
せ
て
、
小
亭
を

設
け
る
。
小
亭
に
渡
し
た
縄
に
は
畚
が
つ
い
て
い
て
、
客
は
そ
れ
を
使
っ
て
注
文
し

た
り
、
料
金
を
や
り
取
り
し
ま
し
た
。の
ち
の
リ
フ
ト
の
よ
う
な
設
備
で
、
先
進
的

な
ア
イ
デ
ア
で
す
が
、
何
よ
り
す
ご
い
の
は
、
出
資
を
募
っ
て
そ
の
お
金
で
店
を
経

営
す
る
と
い
う
発
想
で
し
ょ
う
。彼
の
企
画
に
賛
同
す
る
株
主
を
募
る
シ
ス
テ
ム
で
、

わ
が
国
最
初
の
株
式
会
社
と
い
わ
れ
る
坂
本
龍
馬
の
亀
山
社
中
よ
り
も
断
然
早
い
。

　
こ
の
店
は
結
果
的
に
は
失
敗
に
終
わ
り
ま
す
。
彼
は
出
資
者
へ
詫
び
る
た
め
に
出

家
剃
髪
し
ま
す
が
、
名
乗
っ
た
法
号
は
ふ
ざ
け
た「
味
噌
汁
坊
一
膳
」。そ
し
て
彼
は

難
波
の
瑞
龍
寺
門
前
で「
豆
茶
屋
」を
始
め
る
の
で
す
。こ
の
人
の
生
き
方
を
見
て
い

る
と
、
ど
ん
な
状
況
に
陥
っ
て
も
落
ち
込
む
こ
と
な
く
、
次
々
と
新
た
な
道
を
切
り

開
き
、
笑
顔
で
前
に
進
ん
で
い
ま
す
。
時
代
を
先
取
り
す
る
感
性
と
そ
の
行
動
力
に
、

私
は
大
阪
人
の
真
髄
を
見
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
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【short interview】  「暁鐘成」 ってどんな人？

【short interview】  「暁鐘成」 ってどんな人？【short interview】  「暁鐘成」 ってどんな人？

鐘成の妻おりゅうが
切り盛りした「豆茶
屋」の引札文は、豆
尽くしの内容（大阪
城天守閣蔵）。

暁 

鐘
成
略
譜  

②
　
京
町
堀
の
醤
油
醸
造
業
和
泉
屋
に
生
ま
れ
た
彼
は
、
若
く
か
ら
狂
歌
を
よ
く

し
戯
作
に
ふ
け
っ
た
が
、
商
売
に
も
励
ん
だ
。
心
斎
橋
通
博
労
町
に
名
物
屋
を
営
業
す
る
も
、
の
ち

に
質
素
倹
約
令
に
ふ
れ
て
店
は
破
却
。
そ
の
後
も
貸
席
や
汁
家
な
ど
を
営
ん
だ
。
後
年
、
旅
先
で
百

姓
一
揆
へ
の
加
担
を
疑
わ
れ
て
投
獄
さ
れ
、
放
免
後
二
十
日
余
り
で
急
死
し
た
。
享
年
六
十
八
。

暁
鐘
成
の
し
お
り 

☆長友千代治氏論考（1994年）
　から暁鐘成編著を中心に抜粋。
 

◆寛政５（1793）年　1歳
・大坂の上醤油所泉屋太兵
衛の子として出生
 
◆文化11（1814）年　22歳
『近来見聞 噺の笛』六巻編述
 
◆文化12（1815）年 　23歳
『芝翫節用百戯通』編輯
 
◆文化13（1816）年　24歳
『芝翫随筆後篇』三巻制作
 
◆文政2（1819）年 　 27歳
『絵本舞台扇』二巻二冊編集
『芝翫百人一首玉文庫』の戯
編並画図
 
◆文政3（1820）年　  28歳
『絵本黄金鱐』七巻七冊制作
『芝翫土産 滑稽道中雲助
噺』三巻三冊を編輯並画図
 
◆文政4（1821）年　29歳
『無飽三才図会』の跋文を書
く（刊行は弘化３・1846年）
 
◆文政5（1822）年 　30歳
浜松歌国編『神仏霊験記
図会』に序並挿絵
 
◆文政6（1823）年　31歳
『小倉百首類題話』三巻三
冊を戯作併画図
『春情奇縁 以呂波草紙』五
巻五冊編集
 
◆文政7（1824）年　32歳
『澱川両岸勝景図会』二冊
を撰並画
『傍訓 世話千字文』を編輯
並並画図

◆文政8（1825）年　33歳
『女熊坂朧夜草紙』五巻五
冊を戯作併画図
『豪傑勲功録』十巻十冊を
編述併画図
『百家日用 庭訓往来』を編輯
並画
『合書童子訓』を編輯並画図
『頭書絵入 新童子手習鑑』
を編集発行
 
◆文政9（1826）年　34歳
『持子鼠花山姥』編輯
『世話千字文教訓絵抄』を
編述並図画
 
◆文政10（1827）年　35歳
『鎮西菊池軍記』五巻五冊
を著述併画図
『万船往来』制作
 
◆天保2（1831）年　39歳
『新撰訂正 算法稽古図会』
を纂校並画
『国恩教諭 湊のさかえ』二巻
二冊を著並画
 
◆天保5（1834）年　42歳
『大全童子往来百家通』編集
 
◆天保6（1835）年　43歳
『生花早満奈飛』五編一冊
編輯
『天保山名所図会』二冊を
編述並画図
・天保山に愛犬殉難碑をたて
る（翌年、同碑を生駒山麓
豊浦里の勧成院に移す）
 
◆天保12（1841）年 　49歳
『女諸礼綾錦』編輯
『女諸通用文章』編輯
 
◆天保13（1842）年　 50歳
『和談三細図会 初編』を戯作
・質素倹約令により鹿廼家
が破毀される
・天王寺南平野町十丁目に
美可利家を開く　

 暁鐘成 著作等
略年譜 ①



【short interview】  「暁鐘成」 ってどんな人？

【short interview】  「暁鐘成」 ってどんな人？

【short interview】  「暁鐘成」 ってどんな人？

煮詰めていけば
  「大阪」の結晶が抽出できる?
古川 武志 氏  （大阪市史料調査会 調査員）

　
暁
鐘
成
は
、
一
時
期
、
心
斎
橋
通
博
労
町
北
入
西
側
に
住
ん
で
い
て
、
そ
こ
で

田
麩
、
味
噌
、
菓
子
な
ど
の
ほ
か「
浪
華
御
土
産
」を
扱
う
土
産
物
店「
鹿
廼
家
」を

営
ん
で
い
た
そ
う
で
す
。
つ
ま
り
は
、
も
と
も
と
商
売
人
の
血
を
持
っ
て
い
る
人
。

彼
の
手
に
な
る
大
坂
の
観
光
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク『
浪
華
の
賑
ひ
』や
観
光
マ
ッ
プ「
浪

華
名
所
独
案
内
」を
見
て
も
、
名
所
旧
跡
だ
け
で
な
く
、
大
坂
の
有
名
商
店
や
名
物

商
品
な
ど
も
あ
れ
こ
れ
取
り
上
げ
て
紹
介
し
て
い
ま
す
。
し
か
も
、
自
分
の
店
を

さ
り
げ
な
く
画
き
込
ん
で
い
る
こ
と
も
あ
る（
笑
）。

　
当
時
、
外
か
ら
大
坂
に
来
た
人
た
ち
は
、
観
光
や
土
産
物
を
通
じ
て「
大
坂
と
は

こ
ん
な
と
こ
ろ
だ
」と
い
う
何
ら
か
の
感
覚
を
得
て
い
た
は
ず
で
す
。
逆
に
鐘
成

自
身
も
、
あ
る
意
味
で
自
分
な
り
の「
大
坂
」と
い
う
も
の
を
考
え
て
、
そ
れ
を
表

現
し
て
い
た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
鐘
成
の
著
し
た『
天
保
山
名
所
図
会
』に
も
、

珍
品
奇
品
の
大
坂
土
産
を
商
っ
て
い
た
鹿
廼
家
の
広
告
を
出
し
て
い
て
、
面
白
く

遊
ん
で
い
る
よ
う
に
も
見
え
ま
す
が
、
同
時
に
そ
う
い
う
こ
と
を
通
し
て
、
彼
は

あ
る
種
の「
大
坂
像
」を
体
現
し
て
い
た
よ
う
に
も
思
え
る
わ
け
で
す
。

　
彼
は
多
才
で
、さ
ま
ざ
ま
な
ジ
ャ
ン
ル
の
本
を
出
し
て
い
ま
す
。江
戸
時
代
の
大
坂

に
は
、「
知
の
巨
人
」と
称
さ
れ
る
木
村
蒹
葭
堂
を
は
じ
め
数
多
く
の「
町
人
学
者
」の

系
譜
が
あ
り
ま
し
た
。そ
れ
と
同
時
に
暁
鐘
成
が
い
た
わ
け
で
す
。彼
は
、町
人
学
者

と
い
う
よ
り
も
、む
し
ろ
近
代
ま
で
続
く「
趣
味
人
」に
近
い
よ
う
な
存
在
で
し
ょ
う
。

実
は
、そ
う
い
う
人
た
ち
が
文
化
の
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
を
支
え
て
い
る
の
だ
と
私
は
思
っ

て
い
ま
す
。そ
の
う
え
鐘
成
は
ク
リ
エ
ー
タ
ー
と
も
呼
ぶ
べ
き
人
で
、表
現
に

も
ち
ょ
っ
と
エ
ス
プ
リ
が
効
い
て
い
る
。「
う
が
ち
」と
い
う
の
か
、も
の
の
見

方
が
少
し
斜
め
方
向
か
ら
で
、ど
こ
か
ク
ス
ッ
と
笑
わ
せ
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。

　
そ
の
生
き
方
に
し
て
も
、
店
は
天
保
の
改
革
で
潰
さ
れ
た
り
、
経
営
不

振
で
た
た
ん
だ
り
、
最
後
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
よ
う
な
亡
く
な
り
方
を
し

ま
す
。
た
だ
、
そ
れ
を
さ
え
ど
こ
か
で
達
観
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
様

子
。
す
べ
て
が「
遊
び
」、
と
は
い
っ
て
も
余
芸
で
は
な
く
て
、
そ
れ
も「
本

気
」で
楽
し
ん
で
い
る
。

　
大
阪
の
人
に
と
っ
て
、
彼
が
残
し
た
著
作
も
重
要
で
す
が
、
そ
れ
以
上

に
彼
の
生
き
方
自
体
が
、
現
在
に
つ
な
が
る
も
の
の
よ
う
に
思
え
ま
す
。

暁
鐘
成
は
良
質
な
大
阪
を
体
現
し
て
い
る
存
在
。
私
に
は
、
暁
鐘
成
と
い

う
人
物
と
そ
の
生
き
方
を
煮
詰
め
て
い
け
ば
、
き
っ
と「
大
阪
」の
結
晶
が

抽
出
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
が
し
て
い
ま
す
。

鹿廼家は総檜造りで、
擬宝珠・高欄を巡らせ
た豪華さで人気を博
したが、天保の改革に
触れて壊された（『浪
華百事談』挿画より）。

『浪華の賑ひ』（安政
2・1855年）の「大津
湯」の隣に「暁寓居」。

【short interview】  「暁鐘成」 ってどんな人？

　
私
も
編
集
に
関
わ
っ
た
、
江
戸
時
代
に
出
版
さ
れ
た
大
坂
の
地
図
の
カ
タ
ロ
グ

『
近
世
刊
行
大
坂
図
集
成
』（
創
元
社 

２
０
１
５
年
）に
は
、「
浪
華
名
所
独
案
内
」

が
バ
ー
ジ
ョ
ン
違
い
で
３
種
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
大
坂
の
名
所
や
名

産
に
つ
い
て
載
せ
て
い
る
地
図
で
、
い
わ
ば
観
光
案
内
マ
ッ
プ
。
３
種
の
地
図
の

構
成
は
ほ
ぼ
同
じ
な
の
で
す
が
、
暁
鐘
成
が
描
い
た
と
す
る
図
が
２
種
あ
り
ま
す
。

こ
れ
ら
の
地
図
は
、
お
そ
ら
く
弘
化
年
間（
１
８
４
４
〜
４
８
年
）頃
の
出
版
物
だ

ろ
う
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
版
元
の
石
川
屋
和
助
の
名
前
が
あ
る
も
の
と
な
い

も
の
が
あ
り
、
人
気
の
図
だ
っ
た
よ
う
で
す
。

　「
浪
華
名
所
独
案
内
」と
同
時
代
の
大
坂
の
地
図
に「
弘
化
改
正
大
坂
細
見
図
」（
弘

化
２
・
１
８
４
５
年
）が
あ
り
、そ
の
改
訂
版
が「
慶
応
改
正
大
阪
細
見
全
図 

完
」（
慶

応
元
・
１
８
６
５
年
）で
す
が
、
そ
こ
に
は
絵
師
と
し
て
松
川
半
山
の
名
が
記
さ
れ

て
い
ま
す
。半
山
と
鐘
成
は
一
緒
に
仕
事
を
し
た
間
柄
。特
に
、嘉
永
５（
１
８
５
２
）

年
に
鐘
成
が
六
十
歳
を
迎
え
た
頃
か
ら
は
本
格
的
に
タ
ッ
グ
を
組
み
、
鐘
成
は
作

画
を
半
山
に
任
せ
、
自
ら
は
晴
翁
と
号
し
て
文
作
に
専
念
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　
調
べ
て
み
る
と
、
大
坂
図
で
は
一
八
世
紀
後
半
以
来
、
絵
師
の
名
前
が
地
図
の
製

作
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
明
記
さ
れ
る
例
が
増
え
て
き
ま
す
。
こ
の
頃
か
ら
全
国
的
に
、

人
・
モ
ノ
そ
し
て
空
間
を
グ
ラ
フ
ィ
カ
ル
に―

図
解
的
で
理
解
し
や
す
く―

表
現
す

る
よ
う
な
流
れ
が
生
ま
れ
、
当
時
の
絵
師
は
名
所
図
会
を
含
む
書
物
の
挿
絵
や
地

図
の
描
画
に
も
携
わ
っ
て
い
き
ま
し
た
。
地
図
か
ら
見
出
さ
れ
る
近
世
後
期
の
視
覚

表
現
の
潮
流
を
体
現
し
て
い
た
の
が
、
書
物
の
挿
絵
や
名
所
図
会
な
ど
の
執
筆
に

関
わ
り
、
地
域
叙
述
の
素
養
と
グ
ラ
フ
ィ
カ
ル
な
セ
ン
ス
を
十
二
分
に
発
揮
し
た
暁

鐘
成
で
あ
り
、
特
に
そ
の
絵
の
部
分
を
受
け
継
い
だ
の
が
松
川
半
山
で
し
た
。

　
鐘
成
が
関
わ
っ
た
本
の
版
元
の
多
く
は
書

肆
河
内
屋
の
一
統
で
し
た
。
こ
の
大
手
の
版

元
集
団
は
そ
の
資
金
力
に
よ
っ
て
次
第
に
版

権
を
集
め
て
、
幅
広
い
ジ
ャ
ン
ル
の
出
版
物

を
扱
う
存
在
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
そ
の
と

き
に
、
何
で
も
書
け
る
鐘
成
の
よ
う
な
作
者

は
、
き
っ
と
板
元
に
と
っ
て
重
宝
さ
れ
た
は

ず
で
す
。
鐘
成
は
、
こ
う
し
た
当
時
の
出
版

業
界
の
流
れ
の
中
で
登
場
し
て
き
た
人
物
だ

と
言
え
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

暁鐘成画の「浪華名所
独案内」（大阪市立図書館
デジタルアーカイブ）では、
天保山が目印山と表記さ
れている。

暁鐘成が扱った味噌の引札（肥田晧三氏蔵）。
半山も自宅で味噌を売っていたことがあり、
ふたりは味噌つながりの間柄でもあった。

　
浜
松
歌
国
と
い
う
人
物
が
い
ま
す
。
暁
鐘
成
よ
り
も
二
十
三
歳
年
長
の
歌
舞
伎

作
者
、
随
筆
家
で
、
大
坂
に
関
す
る
風
俗
な
ど
の
考
証
随
筆
を
残
し
て
い
ま
す
。
そ

の
歌
国
と
鐘
成
は
、
親
し
い
間
柄
で
し
た
。
歌
国
の
著
述
に
は
、
文
化
十
三（
１
８

１
６
）年
刊
の『
神
社
仏
閣
願
懸
重
宝
記
初
篇
』と
い
う
寺
社
め
ぐ
り
の
ガ
イ
ド

ブ
ッ
ク
が
あ
り
ま
す
が
、
鐘
成
は
こ
の
書
の
序
文
を
書
い
て
お
り
、
そ
の
中
で
歌

国
に
つ
い
て「
友
が
き
な
る
浜
松
の
う
し
」と
記
し
て
い
ま
す
。「
う
し
」と
は「
大

人
」で
、
師
匠
・
学
者
へ
の
敬
称
で
す
。

　
幕
末
期
の
名
所
図
会
の
作
者
と
し
て
名
を
馳
せ
た
暁
鐘
成
は
、
先
行
す
る
出
版

物
を
博
捜
し
、
そ
の
内
容
を
考
証
し
た
上
で
、
自
ら
の
著
述
に
生
か
し
て
い
ま
す
。

そ
の
鐘
成
が
、
歌
国
の
書
を
参
考
に
し
た
と
思
し
き
記
述
が
、
鐘
成
の『
摂
津
名
所

図
会
大
成
』に
も
あ
り
ま
す
。

　
そ
れ
は
、西
淀
川
区
の
野
里
住
吉
社
で
行
わ
れ
る「
野
里
住
吉
一
夜
官
女
祭
」に
つ

い
て
の
こ
と
で
し
た
。鐘
成
は
同
書
で
、こ
れ
を「
生
け
贄
を
供
え
る
遺
風
」だ
と
し
、

さ
ら
に
は
上
古
に
日
本
武
尊
が
こ
の
付
近
で
殺
し
た
邪
神
の
霊
を
鎮
め
ん
と
す
る
た

め
か
、と
解
説
し
て
い
ま
す
。こ
の
種
本
は
お
そ
ら
く
、文
化
五（
１
８
０
８
）年
に
出

た
歌
国
の『
摂
陽
落
穂
集
』と
思
わ
れ
ま
す
。
歌
国
が「
祭
神
に
い
け
に
へ
を
備
へ
る

事
、古
雅
な
る
事
」と
記
し
て
い
た
の
を
踏
ま
え
、鐘
成
は
さ
ら
に
当
時
の
史
観
や
尚

古
趣
味
的
な
見
方
に
し
た
が
っ
て
、日
本
紀
の
神
話
に
由
来
す
る
神
事
と
し
て
解
釈

し
た
よ
う
で
す
。し
か
し
、ボ
ク
は
古
い
文
献
な
ど
の
分
析
か
ら
、こ
の
神
事
は
本
来
、

少
女
が
荒
ぶ
る
川
の
神
に
生
魚
を
神
饌
と
し
て
捧
げ
る
頭
屋
神
事
だ
っ
た
と
推
測
し

て
い
ま
す
。鐘
成
の
神
話
に
よ
る
解
釈
に
至
っ
て
は
、荒
唐
無
稽
な
も
の
で
す
。伝
承

は
こ
の
よ
う
に
し
て
、時
に
少
し
ず
つ
上
書
き
さ
れ
創
作
さ
れ
て
い
く
も
の
で
す
。

　
も
と
よ
り
、
鐘
成
は
教
養
豊
か
な
考
証
家
で
し
た
。『
摂
津
名
所
図
会
大
成
』を

読
む
と
、
寛
政
年
間
に
刊
行
さ
れ
た『
摂
津
名
所
図
会
』の
記
述
を
引
い
て
い
る
と

こ
ろ
も
多
々
見
ら
れ
ま
す
。
そ
の
際
も
、
き
ち
ん
と
そ
の
内
容
を
考
証
し
、
時
に
は

「
後
人
の
作
」、
故
事
つ
け
と
し
て
次
々
と
斥
け
も
し
て
い
ま
す
。

　
地
誌
な
ど
の
記
述
を
読
み
解
く
際
に
は
、
当
時
の
文
人
仲
間
と
の
関
係
性
や
先

行
文
献
の
取
り
入
れ
方
な
ど
に
も
目
配
り
す
る
こ
と
が
大
切
で
し
ょ
う
。
今
後
の

暁
鐘
成
研
究
に
お
い
て
は
彼
の
記
述
を
鵜
呑
み
す
る
の
で
は
な
く
、
こ
う
い
う
視

点
に
立
っ
て
の
文
献
批
判
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
と
ボ
ク
は
思
い
ま
す
。

　
暁
鐘
成
は
多
く
の
著
作
を
残
し
て
い
ま
す
が
、
そ
の
中
で
も
彼
の
洒
落
っ
気
が

全
開
し
た
と
も
い
う
べ
き
も
の
が『
無
飽
三
財
図
会
』と
い
う
本
で
す
。
暁
鐘
成
の

作
・
画
で
、
跋
文
に
は
文
政
四（
１
８
２
１
）年
に
記
す
と
書
い
て
い
ま
す
。こ
の
年

は
、
年
譜
に
よ
る
と
彼
が
ま
だ
二
十
九
歳
の
と
き
。タ
イ
ト
ル
だ
け
で
は
内
容
は
想

像
で
き
ま
せ
ん
が
、い
わ
ゆ
る
滑
稽
本
の
一
種
で
す
。

　
実
は
こ
の
本
の
中
味
は
す
べ
て
花
街
の
こ
と
で
す
。
江
戸
時
代
中
期
に
出
さ
れ
、

和
漢
古
今
の
万
物
を
集
め
て
図
解
し
た
百
科
事
典『
和
漢
三
才
図
会
』の
徹
底
的
な

パ
ロ
デ
ィ
で
、
構
成
も
そ
の
ま
ま
真
似
て
い
ま
す
。「
天
の
部
」か
ら
始
ま
っ
て
、
ま

ず
は
天
象
、天
文
の
こ
と
が（
こ
じ
つ
け
だ
が
）詳
細
に
書
い
て
あ
り
ま
す
。

　
題
名
の「
無
飽
」と
い
う
の
は「
飽
き
な
い
」と
い
う
こ
と
で
、「
三
財
」は「
散
財
」

の
こ
と
。「
遊
客
昼
夜
散
財
を
な
す
と
い
え
ど
も
飽
く
こ
と
な
き
が
ゆ
え
に
か
く
題

す
」と
い
う
こ
と
で
、
要
す
る
に
題
材
は
遊
郭
で
散
財
す
る
人
た
ち
の
こ
と
。
凡
例

に
は「
こ
の
書
は
遊
客
花
街
に
戯
れ
て
散
財
を
な
す
こ
と
の
あ
ら
ま
し
を
天
地
人

の
三
才
に
こ
じ
つ
け
た
る
洒
落
な
り
」と
あ
り
ま
す
。

　
そ
れ
を
こ
と
ご
と
く
正
当
な
百
科
事
典
の
形
式
を
と
っ
て
説
明
し
ま
す
。
例
え

ば
、
天
体
の
動
き
を
説
明
す
る
道
具「
渾
天
儀
」に
な
ぞ
ら
え
て
、「
魂
瞻
義
之
図
」

と
題
し
て
、「
客
道
」「
色
道
」「
極
道
」「
勘
道
」「
横
道
」な
ど
を
描
き
ま
す
。「
九
天

之
図
」で
は
、「
九
天
俗
に
苦
界
と
い
う
客
星
昼
夜
こ
こ
を
巡
る

こ
と
お
び
た
だ
し
」な
ど
と
、
遊
郭
に
出
入
す
る
客
を
星
に
た
と

え
て
表
現
し
ま
す
。「
ほ
う
き
星
」は
化
粧
の
刷
毛
。「
雲
」の
挿
図

は
屏
風
に
懸
け
ら
れ
た
帯
の
柄
。こ
こ
で
は
白
居
易
の
詩
を
引
い

て
い
ま
す
。「
須
弥
山
之
図
」で
は
、
仏
教
的
な
世
界
を
表
し
て
い

る
は
ず
の
図
が
、
よ
く
見
る
と
実
は
遊
女
の
立
ち
姿
。こ
こ
ま
で

の
パ
ロ
デ
ィ
は
、百
科
事
典
を
読
み
尽
く
し
て
な
お
か
つ
そ
れ
を

上
回
る
教
養
や
知
識
が
な
い
と
と
て
も
で
き
な
い
技
で
し
ょ
う
。

　
一
方
、こ
う
し
た
本
が
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
は
、
当
時
の

読
者
層
の
あ
り
方
も
う
か
が
わ
れ
ま
す
。
実
際
、こ
の
時
代
、
大

坂
の
町
人
の
知
識
水
準
は
現
代
の
我
々
が
考
え
る
以
上
に
は
る

か
に
高
い
も
の
で
し
た
。
ま
ち
の
中
で
、
知
的
好
奇
心
旺
盛
な
人

た
ち
が
好
き
で
学
問
や
研
究
を
し
て
い
る
。
そ
う
い
う
人
同
士

の
交
流
も
頻
繁
に
行
わ
れ
、
サ
ロ
ン
的
な
文
化
も
盛
ん
だ
っ
た

時
代
で
し
た
。

徹底したパロディを支えるのは
　　　　　驚くべき知の厚さ

『無飽三財図会』（弘化3・1846年刊）の
「魂瞻義之図」と「須弥山之図」（個人蔵）。

☆長友千代治氏論考（1994年）
　から暁鐘成編著を中心に抜粋。
 

◆寛政５（1793）年　1歳
・大坂の上醤油所泉屋太兵
衛の子として出生
 
◆文化11（1814）年　22歳
『近来見聞 噺の笛』六巻編述
 
◆文化12（1815）年 　23歳
『芝翫節用百戯通』編輯
 
◆文化13（1816）年　24歳
『芝翫随筆後篇』三巻制作
 
◆文政2（1819）年 　 27歳
『絵本舞台扇』二巻二冊編集
『芝翫百人一首玉文庫』の戯
編並画図
 
◆文政3（1820）年　  28歳
『絵本黄金鱐』七巻七冊制作
『芝翫土産 滑稽道中雲助
噺』三巻三冊を編輯並画図
 
◆文政4（1821）年　29歳
『無飽三才図会』の跋文を書
く（刊行は弘化３・1846年）
 
◆文政5（1822）年 　30歳
浜松歌国編『神仏霊験記
図会』に序並挿絵
 
◆文政6（1823）年　31歳
『小倉百首類題話』三巻三
冊を戯作併画図
『春情奇縁 以呂波草紙』五
巻五冊編集
 
◆文政7（1824）年　32歳
『澱川両岸勝景図会』二冊
を撰並画
『傍訓 世話千字文』を編輯
並並画図

＜発行日＞ 2018年9月8日
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＜発行＞
大阪ガス エネルギー・文化研
究所（CEL）
＜問合せ先＞
 tel.06-6205-3518（CEL弘本）
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◆天保14（1843）年　51歳
『女操教訓 女大学操鑑』を
撰並画図
 
◆天保15（1844）年　52歳
『絵本謎尽し』作成
『絵本顔尽し落噺』作成
 
◆弘化2（1845）年　53歳 
『浪花繁栄見物独案内』（一
枚物）を撰並画
 
◆弘化3（1846） 年　54歳
『御迎船木偶図会』に略伝
を著述
 
◆弘化4（1847） 年　55歳
『金毘羅参詣名所図会』六
巻六冊編輯
・この頃までに難波村北ノ
町に移住
 
◆弘化5（1848）年　56歳
『鐺日奇観』五巻五冊撰集
 
◆嘉永2（1849）年　57歳
『二千年袖鍳』続編編集
 
◆嘉永３（1850）年　58歳
『役者早料理』三冊刊
 
◆嘉永4（1851）年　59歳
『淡路国名所図会』五巻五
冊の稿本できあがる
『小豆島名所図会』五巻五
冊編輯
 
◆嘉永5（1852）年　60歳
・暁鐘成の号を安部貞昌に
譲り、鶏鳴舎晴翁を名のる
 
◆嘉永6（1853）年　 61歳
『西国三十三所名所図会』
八巻十冊編輯
 
◆嘉永7（1854）年　62歳
『古今霊獣譚奇』六巻六冊
を輯録
『天満宮御神事 御迎船人
形図会』を著述
 
◆安政２（1855）年　63歳
『浪華の賑ひ』三編三冊編輯
この頃、『摂津名所図会大
成』十三巻十五冊を制作か
 
◆安政3（1856）年　64歳
『古今戯場話』草稿本を作成
『正信偈訓読図会』三巻五
冊を著述
 
◆安政4（1857）年　65歳
『貞婦賞賛 やまとこころ』を
著述
 
◆安政6（1859）年　67歳
『孝養慈愛 柳巷の初花』著述
『再撰 花洛名勝図会東山之
部』八巻八冊の稿本できる
『蒹葭堂雑録』五巻五冊編述
『晴翁漫筆』五巻五冊を制作
 
◆万延元（1860）年　68歳
・二世暁鐘成死す
・10月頃、丹波福知山で百
姓一揆に関係したかどで入
牢、釈放後20日余りで急死
 
◆文久元（1861）年  没後1年
『澱川両岸一覧』四巻四冊刊行
 
◆文久2 （1862）年  没後2年
『雲錦随筆』四巻四冊刊行
 
◆文久3（1863）年  没後3年
『宇治川両岸一覧』二巻二冊
発行
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グラフィカルな地図が
　　　求められた時代の寵児
島本 多敬 氏  （立命館大学文学部 特任助教）

若き暁鐘成の洒落っ気が全開した
奇書『無飽三財図会（あかんさんざいずえ）』

名所図会の作者に見る、
　　　   創作と考証の点と線
田野 登  氏
（大阪民俗学研究会代表、「大阪春秋」編集委員）

浜松歌国編『神社仏閣願懸
重宝記初篇』を改題した
『神仏霊験記図会』（文政
7・1824年刊、大阪市立図書
館デジタルアーカイブ）の目次。
同書の序と画は暁鐘成。

暁
鐘
成
の
し
お
り 

参
考
文
献 

①

長
友
千
代
治「
暁
鐘
成
」『
近
世
上
方 

作
家
・
書
肆
研
究
』東
京
堂
出
版  

１
９
９
４
年

長
友
千
代
治「
暁
鐘
成
研
究
」『
大
阪
府
立
図
書
館
紀
要 

第
６
号
』  

１
９
７
０
年

船
越 

政
一
郎
編『
浪
速
叢
書 

第
七 

摂
津
名
所
図
会
大
成
』  

１
９
２
７
年

『
日
本
随
筆
大
成 

第
３
期 

２ 

浪
華
百
事
談
』 

吉
川
弘
文
館  

１
９
９
５
年

『
日
本
名
所
風
俗
図
会
』一
〇 

大
阪
の
巻  

角
川
書
店  

１
９
８
０
年

『小倉百首類題話』
（個人蔵）の序文末に
はこんな人物像も。

参
考
文
献 

②

橋
爪
節
也「
天
保
亀
広
告
」『
新
菜
箸
本
撰
』創
刊
号  

２
０
０
６
年

『
澱
川
兩
岸
勝
景
圖
會
』 

大
阪
歴
史
博
物
館
館
蔵
資
料
集
６  

２
０
１
０
年

大
阪
引
札
研
究
会
編 『
大
阪
の
引
札
・
絵
び
ら 

南
木
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
』 

東
方
出
版 

１
９
９
２
年

肥
田
晧
三『
上
方
学
藝
史
叢
攷
』 

日
本
書
誌
学
大
系
五
五  

青
雲
堂
書
店  

１
９
８
８
年

『
浪
華
の
賑
ひ
』 

中
外
書
房 

１
９
７
５
年

◆文政8（1825）年　33歳
『女熊坂朧夜草紙』五巻五
冊を戯作併画図
『豪傑勲功録』十巻十冊を
編述併画図
『百家日用 庭訓往来』を編
輯並画
『合書童子訓』を編輯並画図
『頭書絵入 新童子手習鑑』
を編集発行
 
◆文政9（1826）年　34歳
『持子鼠花山姥』編輯
『世話千字文教訓絵抄』を
編述並図画
 
◆文政10（1827）年　35歳
『鎮西菊池軍記』五巻五冊
を著述併画図
『万船往来』制作
 
◆天保2（1831）年　39歳
『新撰訂正 算法稽古図会』
を纂校並画
『国恩教諭 湊のさかえ』二巻
二冊を著並画
 
◆天保5（1834）年　42歳
『大全童子往来百家通』編集
 
◆天保6（1835）年　43歳
『生花早満奈飛』五編一冊
編輯
『天保山名所図会』二冊を
編述並画図
・天保山に愛犬殉難碑をたて
る（翌年、同碑を生駒山麓
豊浦里の勧成院に移す）
 
◆天保12（1841）年 　49歳
『女諸礼綾錦』編輯
『女諸通用文章』編輯
 
◆天保13（1842）年　 50歳
『和談三細図会 初編』を戯作
・質素倹約令により鹿廼家
が破毀される
・天王寺南平野町十丁目に
美可利家を開く　
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 暁鐘成 著作等
略年譜 ②
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